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（
シ
り
－
ズ
2
）

市
町
村
全
備
を
参
え
る

先
月
号
で
は
、
日
常
生
活
圏
の
基
礎
デ
ー
タ
を
掲

載
し
ま
し
た
が
、
今
回
は
市
町
村
合
併
に
関
わ
る
国

の
基
本
方
針
と
、
合
併
論
議
の
背
景
に
つ
い
て
紹
介

し
ま
す
。

市
町
村
合
併
は
、
都
留
市
の
将
来
の
あ
り
方
や
、

私
た
ち
の
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
た
め
、

市
民
の
皆
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
考
え
、
理
解
を
深
め

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

国
の
基
本
方
針

国
で
は
、
「
今
後
の
経
済
財
政
運

営
及
び
経
済
社
会
の
構
造
改
革
に

関
す
る
基
本
方
針
」
を
決
定
し
ま

した。こ
の
中
で
、
地
方
が
自
ら
の
判

断
と
財
源
に
よ
り
地
域
づ
く
り
に

取
り
組
め
る
仕
組
み
に
変
え
て
い

く
こ
と
を
目
指
し
、
こ
の
仕
組
み

づ
く
り
の
た
め
、
す
み
や
か
な
市

町
村
の
再
編
（
市
町
村
合
併
）
を
促

す
こ
と
と
、
規
模
な
ど
に
応
じ
て

市
町
村
の
仕
事
や
責
任
を
変
え

て
い
く
と
い
う
方
向
が
示
さ
れ

ま
し
た
。

ま
た
、
地
方
財
政
に
係
る
制
度

の
抜
本
改
革
を
進
め
る
こ
と
も
盛

り
込
ま
れ
、
市
町
村
は
、
今
、
大

き
な
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
、
な
ぜ
合
併
が
論
議
さ
れ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
？

－
合
併
論
議
の
背
景
－

市
町
村
合
併
の
論
議
が
さ
れ
て

い
る
背
景
に
は
、
次
の
よ
う
な
状

況
や
課
題
が
あ
る
か
ら
で
す
。

そ
の
1

少
子
・
高
齢
化
が
進
み
、
財
政
負
担

の
増
加
や
地
域
の
活
力
低
下
が
懸
念

さ
れ
て
い
ま
す
。

少
子
・
高
齢
化
の
進
行
は
、
保

健
・
医
療
・
福
祉
な
ど
の
社
会
保

陣
に
係
る
財
政
需
要
を
今
後
一
層

増
大
さ
せ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て

い
ま
す
。
老
年
人
口
比
率
が
高
く
、

財
政
基
盤
の
弱
い
団
体
に
と
っ
て

は
、
地
域
社
会
存
立
そ
の
も
の
に

関
わ
る
重
大
な
問
題
と
な
っ
て
い

ま
す。

そ
の
2

住
民
の
日
常
生
活
圏
や
生
活
様
式
が

変
わ
り
、
行
政
需
要
の
広
域
化
二
品

度
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

交
通
・
情
報
通
信
手
段
の
飛
躍

的
な
発
達
に
伴
い
、
住
民
の
行
動

範
囲
は
大
き
く
広
が
り
、
ど
こ
の

市
町
村
で
も
同
じ
よ
う
に
各
種
サ

ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
こ
と
な
ど
、
広
域
的
な
取
り
組

み
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
住
民
の
生
活
様
式
や
価

値
観
の
多
様
化
に
伴
い
、
よ
り
専

門
的
で
、
高
度
な
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
安
定
し
て
受
け
ら
れ
る
こ
と
な

ど
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
質

の
向
上
も
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
3

地
方
分
権
が
推
進
さ
れ
、
地
方
の
責

任
は
一
層
重
く
な
っ
て
い
ま
す
。

「
地
域
の
こ
と
は
、
地
域
で
決
め

ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。
」
い
わ
ゆ
る

地
方
分
権
の
推
進
に
伴
い
、
市
町

村
に
は
、
一
層
の
行
政
能
力
の
向

上
や
、
「
自
己
決
定
・
自
己
責
任
」

の
も
と
、
住
民
と
の
連
携
に
よ
り
、

個
性
豊
か
な
地
域
社
会
を
築
い
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
4

回
・
地
方
と
も
厳
し
い
財
政
状
況

の
中
、
今
ま
で
ど
お
り
の
地
方
財

政
制
度
の
維
持
が
難
し
い
状
況
に

あ
り
ま
す
。

市
町
村
の
主
要
な
財
源
と
し
て
、

皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
く
市
町

村
税
と
、
財
源
不
足
を
補
う
た
め

国
か
ら
交
付
さ
れ
る
地
方
交
付
税

が
あ
り
ま
す
。
規
模
の
小
さ
な
市

町
村
ほ
ど
、
市
町
村
税
の
割
合
が

少
な
く
、
地
方
交
付
税
に
依
存
し

て
い
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
現
在
、
国
で
は
、
財

政
健
全
化
の
た
め
交
付
税
制
度
の

見
直
し
を
含
め
、
地
方
財
政
全
般

に
わ
た
る
検
討
を
進
め
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
市
町
村
は
一
層
効
率

的
な
行
財
政
運
営
に
努
め
て
い
く

こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
市
町
村
合
併

の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

次
回
は
、
合
併
の
メ
リ
ッ
ト
・

デ
メ
リ
ッ
ト
な
ど
に
つ
い
て
お
知

ら
せ
す
る
予
定
で
す
。
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